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中
園
海
開
と
北
京
特
別
関
税
曾
議

瀬

は

じ

め

に

一
北
京
政
府
時
期
の
海
開
運
営

①

内

債

政

策

②

麓

金

廃

止
提
案

二
北
京
特
別
関
税
舎
議
と
ア
グ
レ
ン
構
想

三
関
税
舎
議
後
の
ア
グ
レ
ン
海
開

お

わ

り

に
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t主

じ

め

中
園
海
闘
の
機
能

・
性
格
に
つ
い
て
は
、
従
来
一
帝一
園
主
義
的
な
匪
力
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
海
開
研
究
は

外
園
を
主
導
者
と
す
る
園
際
関
係
を
前
提
に
、
中
園
近
代
史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
最
近
に
な
っ
て
中
園
側
の
論
理
を
重
親
し

て
再
評
慣
す
る
、
あ
る
い
は
海
開
組
織
を

一
個
の
自
立
性
を
備
え
た
機
関
と
し
て
捉
え
直
す
試
み
が
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
特
に
岡
本
隆
司
氏

(

1

)

 

の
一
連
の
研
究
は
、
着
寅
に
海
開
史
を
書
き
換
え
つ
つ
あ
る
。
岡
本
氏
の
近
年
の
論
考
で
は
、
民
圏
期
に
お
い
て
海
闘
の
内
債
政
策
が
中
園
経

済
に
射
し
て
果
し
た
意
一
義
を
、
昔
時
の
穂
税
務
司
で
あ
っ
た
ア
グ
レ
ン

3
F
司
・〉
・〉町
一g)
の
構
想
と
と
も
に
解
明
し
、
そ
の
機
能
が
中
園

側
に
代
替
さ
れ
る
遁
程
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
関
税
が
保
誼
す
る
内
債
を
中
心
と
す
る
中
園
金
融
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ



の
こ
と
は
南
京
園
民
政
府
期
も
含
め
た
民
園
期
中
園
経
済
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
考
え
る
。
筆
者
は
か
つ
て
海
開
組
織
の
自
己
保
存
活

(
2〉

動
を
、
「
海
闘
の
論
理
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
内
債
政
策
を
海
闘
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
繁
動
著
し
い
中
園
政
治
の
中
で
、
組
織
と
し

て
の
安
定
を
求
め
て
、
外
園
の
利
盆
に
加
え
て
中
園
の
利
害
を
も
抱
え
こ
も
う
と
す
る
措
置
で
あ
「
た
。
こ
の
よ
う
な
政
策
を
推
進
し
た
組
税

務
司
ア
グ
レ
ン
の
海
開
組
織
安
定
策
の
基
本
は
、
一
つ
で
も
多
く
の
利
害
関
係
者
を
獲
得
し
、
そ
の
諸
勢
力
聞
の
均
衡
を
現
出
さ
せ
て
、
組
織

を
特
定
の
勢
力
の
影
響
か
ら
守
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
方
策
の
表
現
が
岡
本
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
な
外
園
借
款
を
遁
し
て
の
「
外
」
と
、
内

「
政
治
」
と
「
経
済
」
を
も
う
一
方
の

債
を
逼
じ
て
の
「
内
」

へ
の
目
配
り
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
内
」

「
外
」
と
い
う
座
標
軸
は
、

座
標
軸
と
し
て
す
え
る
こ
と
で
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
外
」
と
言
う
に
し
ろ
「
内
」
と
言
う
に
し
ろ
、
と
も
に
海
闘
の
機
能
は
金

融
・
逼
商
面
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
ア
た
。
海
開
運
営
が
中
園
経
済
の
安
定
に
寄
興
す
る
限
り
、
そ
の
存
績
を
脅
か
す
よ
う
な
政
治
勢

力
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
北
京
関
税
特
別
舎
議
は
、
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ワ
シ
ン
ト

ン
舎
議
か
ら
中
園
の
関
税
自
主
回
復
過
程
に
あ
っ
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
ス

タ
ン
レ

(
3
)
 

イ
・
ラ
イ
ト
は
舎
議
の
成
果
と
し
て
、
衣
の
五
貼
を
あ
げ
て
い
る
。
①
諸
列
強
が
中
園
の
朕
況
改
善
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
。

②
ワ
シ
ン
ト

ン
篠
約
の
規
定
が
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
こ
と
。
③
中
園
の
関
税
自
主
権
が
認
め
ら
れ、

一
九
二
九
年
一
月
か
ら
の
貫
現
が
宣
言

さ
れ
た
こ
と
。
④
ほ
と
ん
ど
の
列
強
が
、

ワ
シ
ン

ト
ン
篠
約
の
附
加
税
徴
牧
の
賓
施
を
希
望
し
た
こ
と
。
⑤
主
に
非
公
式
舎
議
の
場
で
有
意
義

し
か
し
、
必
ず
し
も
従
来
の
中
園
史
研
究
で
、
こ
の
曾
議
に
注
意
が
排
わ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
そ

の
理
由
の
ひ
と
つ
は
舎
議
が
最
終
的
に
無
期
休
舎
と
な
り
、
公
式
に
は
成
果
を
残
せ
な
か
司
た
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
と
は
言
え
と
の
機
舎
に
関

税
を
め
ぐ
る
園
際
舎
議
が
行
わ
れ
た
意
義
は
小
さ
く
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
ま
た
特
別
関
税
舎
議
は
、
ア
グ
レ
ン
に
よ
る
海
開
運
替
に
と
司

な
協
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

て
も
無
縁
の
出
来
事
で
は
な
か
ア
た
。
本
稿
は
北
京
特
別
関
税
舎
議
を
中
心
に
、

ア
グ
レ
ン
の
海
開
運
営
を
取
り
巻
く
献
況
を
考
察
す
る
も
の

で
あ
る
。
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北
京
政
府
時
期
の
海
開
運
営

最
初
に
特
別
関
税
舎
議
に
い
た
る
時
期
の
ア
グ
レ
ン
の
海
開
運
営
策
を
、
内
債
政
策
と
麓
金
慶
止
提
案
の
ニ
面
か
ら
概
観
し
て
お
き
た
い
。

海
闘
は
そ
の
設
置
以
来
、
組
織
上
・
機
能
上
に
幾
多
の
愛
化
が
生
じ
て
い
る
。
中
で
も
辛
亥
革
命
時
か
ら
の
海
開
に
よ
る
関
税
管
理
の
開
始

は
、
本
稿
の
内
容
と
も
か
か
わ
っ
て
重
要
で
あ
る
。

は
か
ら
ず
も
革
命
の
直
前
に
総
税
務
司
に
就
任
し
た
ア
グ
レ
ン
は
、
そ
の
任
期
を
通
じ
て

革
命
と
そ
の
後
の
幾
動
に
淵
源
す
る
傑
件
へ
の
封
麿
を
迫
ら
れ
績
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
つ
は
ご
九
二
一
年
協
定
」
に
よ
っ
て
、
関
税
管

理
に
お
い
て
総
税
務
司
の
役
割
が
増
し
た
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
海
開
組
織
が
統
一
化
の
「
遺
産
」
と
し
て
、
分
裂
色
を
強
め
る
中
園
政
治
に

投
げ
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。① 

内

債

政

策
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ア
グ
レ
ン
海
闘
の
内
債
政
策
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
岡
本
氏
の
論
考
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
グ

レ
ン

の
内
債
政
策
に
射
す

る
主
に
イ
ギ
リ
ス
の
評
債
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
内
債
政
策
と
は
関
税
を
内
債
償
還
基
金
に
充
て
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

一
九
二
一
年
に
整
理

内
債
基
金
の
一
部
に
閲
徐
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
内
債
整
理
基
金
に
充
賞
さ
れ
る
は
ず
の
盟
税
な
ど
他
の
財
源
が
滞
る
な

か
で
、
関
税
の
意
義
が
増
し
そ
れ
と
同
時
に
海
開
組
税
務
司
の
役
割
が
重
要
と
な
っ
て
ゆ
く
。
内
債
政
策
に
つ
い
て
、
ア
グ
レ
ン
自
身
の
評
債

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

も
し
開
徐
が
公
債
の
整
理
に
使
わ
れ
て
お
ら
ず
に
一
九
一
九
年
や
一
九
二

O
年
の
時
の
よ
う
に
支
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
は
督
軍
、
政

治
的
野
心
家
や
そ
の
輩
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
こ
ろ
が
り
こ
む
か
、
内
戦
の
準
備
の
た
め
に
浪
費
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
私
は

E
額
の
金
を
ば
ら
ま

い
て
し
ま
う
よ
う
な
鹿
置
は
業
務
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
議
想
し
た
。
そ
し
て
、

〈

4
〉

き
う
る
限
り
信
用
の
維
持
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
幸
運
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
撫
て
の
金
が
現
在
で



こ
こ
で
言
う
一
九
一
九
年
、

一
九
二

O
年
の
事
件
と
は
、
嘗
時
贋
東
軍
政
府
か
ら
の
要
求
に
薩
じ
て
、
関
税
の
う
ち
ご
ニ
・
七
%
を
贋
東
に
分

配
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
関
税
の
内
債
償
還
へ
の
投
入
に
は
、
関
税
を
圏
内
向
け
に
使
い
切
る
こ
と
で
、
圏
内
外
諸
勢
力
が
狙
う
目
的
物

を
無
く
し
、
海
闘
が
税
配
分
を
め
ぐ
る
角
逐
の
正
面
に
立
つ
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
一
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
開
徐
は
、

い
ず
れ
の

擢
力
に
も
交
付
さ
れ
ず
、
使
い
切
ら
れ
る
必
要
す
ら
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
績
け
て
言
う
。

上
海
や
天
津
の
中
園
系
銀
行
は
、
こ
れ
ら
公
債
を
莫
大
に
保
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
昨
今
、
交
易
に
使
う
な
ら
ば
利
盆
の
薄
い
金
を
、
ま

す
ま
す
公
債
へ
と
移
す
傾
向
が
存
在
す
る
。
朕
況
が
改
善
す
る
ま
で
、
彼
ら
は
そ
の
資
金
を
内
園
債
に
固
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

も
し
公
債
返
済
の
信
用
を
壊
す
よ
う
な
何
か
が
生
じ
た
ら
、
き
わ
め
て
重
大
な
危
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
営
地
で
贋
く
認
識
さ

れ
て
お
り
、
外
園
人
と
中
園
人
の
い
ず
れ
の
側
に
も
、
こ
れ
に
干
渉
し
よ
う
な
ど
と
真
面
目
に
考
之
る
向
き
は
な
い
と
思
う
。
海
開
が
支

え
て
い
る
限
り
、
こ
れ
は
今
日
の
不
安
定
で
混
鈍
し
た
中
に
あ
っ
て
最
も
確
固
と
し
た
権
威
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
が
攻
撃
さ
れ
よ
う
と

(
5〉

も
、
海
闘
の
保
持
は
外
圏
の
利
害
と
同
じ
よ
う
に
中
園
の
利
盆
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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内
債
償
還
に
充
て
ら
れ
た
関
税
は
、
中
園
金
融
を
支
え
、
内
債
を
保
有
す
る
中
園
資
本
の
支
持
を
取
附
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
ア
グ
レ
ン

は
、
こ
の
黙
で
金
融
を
維
持
し
て
い
る
強
い
自
負
と
、
圏
内
に
持
ち
得
た

「
錨
」
に
劃
す
る
信
頼
感
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ア
グ
レ
ン
の
海
開
運
営
・
考
え
方
に
劃
し
て
、
綿
税
務
司
と
最
も
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
内
に
は
、
次
の
よ
う
に
批
剣
的

な
見
解
が
存
在
し
て
い
た
。

彼
(
ア
グ
レ
ン
)

の
自
己
の
政
策
を
寅
現
し
よ
う
と
す
る
方
法
は
、

用
心
に
絞
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
つ
も
怖
れ
て
い
る
。

彼
の

見
方
で
は
、
中
園
の
利
盆
を
第
一
に
置
く
こ
と
を
き
っ
と
正
嘗
化
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
ま
た
外
園
の
支
援
に
も
依
存
し
て
い
る
の
で

日
本
が
彼
の
目
的
を
疑
い
、
自
身
を
イ
ギ
リ
ス
人
の
中
園
支
配
者
た
ら
ん
と
す
る
意
園
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
我
々
は

あ
る
。

掴
ん
で
い
る
。

345 

そ
の
政
策
賓
行
の
手
法
と
は
別
に
、
あ
ま
り
に
深
入
り
す
る
な
ら
ば
彼
の
政
策
に
は
、
別
の
危
険
が
含
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
方
で
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は
保
護
さ
れ
な
い
か
ま
た
は
不
十
分
な
保
護
し
か
受
け
て
い
な
い
中
園
の
投
資
家
が
、

よ
り
多
く
の
関
税
の
た
め
に
騒
ぎ
立
て
る
か
も
し

れ
な
い
。
他
方
で
は
、
内
債
業
務
〈
の
分
配
が
そ
こ
ま
で
媛
大
し
た
こ
と
で
政
府
の
金
庫
へ
の
金
の
流
れ
が
削
減
さ
れ
た
の
を
見
て
、
政

府
に
と
っ
て
は
海
開
業
務
の
有
数
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
も
は
や
物
質
的
利
盆
を
見
出
せ
ず
、
中
国
政
府
は
海
闘
へ
の
支
配
権
を
国
政
す

(

6

)

 

る
要
求
を
補
強
す
る
た
め
、
そ
の
騒
ぎ
を
す
す
ん
で
利
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

ア
グ
レ
ン
の
政
策
は
日
本
か
ら
の
干
渉
を
招
き
か
ね
な
く
、
あ
る
い
は
中
園
政
府
と
海
開
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
と
認
識
さ

れ
て
い
る
。
ま
た

現
在
の
混
凱
し
不
安
定
な
中
園
の
た
だ
中
で
穏
や
か
に
舵
を
取
る
こ
と
、
彼
自
身
の
職
務
義
務
に
専
念
す
る
こ
と
、
そ
し
て
中
園
の
非
生

産
的
で
無
駄
な
支
出
に
名
前
を
貸
す
こ
と
を
担
否
す
る
こ
と
は
、

ア
グ
レ
ン
卿
に
と
っ
て
は
る
か
に
賢
明
な
政
策
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
し
か

し
質
際
は
、
私
は
彼
が
錨
を
失
う
危
険
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
と
危
慎
し
て
い
る
。

日
本
な
ど

よヵ:
り海
瀕閥
ん綿
だ税
水務
の司
中の
に中
沈に
んイ
でギ
L、リ

るブス
。)の

金
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融
支
配
が
確
立
す
る
こ
と
を
無
関
心
で
見
て
い
る
と
は
議
想
し
に
く
い
。
も
う
一
つ
の
錨
は
、

と
辛
亥
革
命
期
に
閥
税
の
海
聞
に
よ
る
管
理
に
も
立
ち
曾
っ
た
ジ
ョ

l
ダ
ン
窃
町
ら
・』
O
円
含
ロ
)
も
、
中
圏
内
政
へ
と
深
入
り
す
る
こ
と
と
、

日

本
か
ら
の
匪
力
へ
の
危
倶
を
表
明
し
、

ア
グ
レ
ン
の
政
策
に
否
定
的
で
あ
る
。

し
か
し
ア
グ
レ
ン
ヘ
の
批
剣
に
一
色
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く

一
定
の
理
解
を
し
め
す
者
も
あ
っ
た
。海

開
は
園
際
的
組
織
で
あ
る
と
と
も
に
、

と
マ
ル
コ
ニ
借
款
を
闘
儀
で
保
護
す
べ
き
と
い
う
方
針
と
は
衝
突
す
る
け
れ
ど
も
、
金
融
利
盆
の
中
の
中
園
人
の
利
害
に
そ
の
安
定
を
見

(
8
)
 

わ
れ
わ
れ
の
好
意
を
得
ら
れ
る
見
解
と
あ
え
て
思
う
。

特
に
イ
ギ
リ
ス
の
関
心
事
で
あ
る
。

我
々
の
ヴ
ィ
カ

1
ズ

彼
(
ア
グ
レ
ン
〉
の
言
う
よ
う
に
、

出
そ
う
と
い
う
彼
の
将
来
を
見
す
え
た
計
霊
は
、

一
般
的
な
方
針
と
し
て
、

ま
た
、

ア
グ
レ
ン
が
内
債
を
よ
り
確
固
と
し
た
基
礎
の
上
に
置
く
こ
と
で
中
閣
を
援
助
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
全
く
中
園
の
立

場
か
ら
見
れ
ば
、
西
原
や
マ
ル
コ
ニ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
十
分
な
保
誼
も
な
し
に
貸
し
附
け
ら
れ
た
資
金
の
補
償
を
求
め
る
外
園
の



利
害
を
援
助
す
る
よ
り
も
、

意
気
は
良
し
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
ア
グ
レ
ン
が
中
園
の
利
盆
と
彼
の
運
営
を
第
一
に
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、

日
本
や
イ
ギ
リ
ス
の
債
権
者
は
、

こ
れ
を
快
く
思
わ
な
い
で
あ
ろ

ぃ守ぅ
。、ーノ C 

彼
ら
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

と
ア
グ
レ
ン
の
措
置
が
、
中
園
に
支
持
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
観
測
し
て
い
る
。
こ
の
相
反
す
る
よ
う
な
評
債
に
、
組
税
務
司
ア
グ
レ

ン
の
特
異
な
地
位
が
存
在
す
る
。
外
園
か
ら
の
要
求
に
射
し
て
は
中
園
政
府
の
官
僚
と
し
て
の
立
場
を
主
張
し
、
中
園
政
府
か
ら
の
要
求
は
外

園
の
利
害
に
訴
え
て
退
け
る
手
法
の
採
用
は
、
内
債
償
還
基
金
に
闘
す
る
中
園
政
府
の
一
九
一
一
一
年
の
通
達
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後

中
園
政
府
が
経
済
危
機
を
救
済
す
る
た
め
の
関
税
交
付
の
承
認
を
外
交
圏
に
求
め
、
外
交
圏
が
政
府
逼
達
の
遵
守
を
求
め
て
は
ね
つ
け
た
時
に

綿
税
務
司
は
両
者
か
ら
相
互
に
自
立
し
た
立
場
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
地
位
は
「
い
つ
落
ち
て
も
お
か
し
く
な
い
綱
渡
り
」
に

(

日

山

)

喰
え
ら
れ
る
均
衡
の
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
ア
グ
レ
ン
の
内
債
政
策
に
つ
い
て
は
、
批
判
的
要
素
を
含
み
な
が
ら
も
静
観
が
績

け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
貫
質
的
な
承
認
を
得
た
ア
グ
レ
ン
の
内
債
政
策
は
、
自
身
の
地
位
と
と
も
に
海
閥
組
織
を
内
外
利
害
の
上
に
安
定
さ
せ

る
こ
と
に
成
果
を
あ
げ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
圏
内
政
治
が
地
方
権
力
の
割
譲
朕
態
の
度
を
加
え
る
と
と
も
に
、
組
織
安
定
の
た
め
の
新
た

な
劉
躍
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
へ
の
回
答
が
ア
グ
レ
ン
の
輩
金
鹿
止
提
案
で
あ
っ
た
。

-157ー

② 

輩
金
庫
止
提
案

内
債
政
策
を
貫
行
す
る
一
方
で
、

ア
グ
レ
ン
が
構
想
し
た
政
策
と
し
て
萱
金
慶
止
提
案
が
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

輩
金
と
は
、

ら
な
い
の
は
、
外
園
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス
も
輩
金
慶
止
を
中
園
と
の
通
商
交
渉
の
重
要
課
題
に
す
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
述

べ
る
よ
う
に
ア
グ
レ
ン
と
イ
ギ
リ
ス
あ
る
い
は
諸
外
園
の
麓
金
麿
止
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
の
言
う

お
よ
そ
中
圏
内
で
徴
税
さ
れ
る
内
地
課
税
を
意
味
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
世
紀
に
お
い
て
輩
金
慶
止
を
求
め
た
が
果
さ
れ

つ
づ
い
て
子
口
牟
税
を
導
入
し
て
輩
金
に
よ
る
取
引
へ
の
障
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
方
針
を
と
司
た
。
そ
の
後
、

る
こ
と
は
な
く

九。
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(

江

)

二
年
の
マ

γ

ケ
1
篠
約
交
渉
以
来
、
萱
金
慶
止
は
「
裁
輩
課
税
」
と
し
て
闘
税
引
上
げ
と
一
韓
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
「
裁
麓
課
税
」
の
考
え
方
は
マ
ッ
ケ
l
傑
約
に
つ
づ
く
ア
メ
リ
カ
、
日
本
と
の
倹
約
交
渉
に
よ
っ
て
、
諸
外
園
に
共
有
さ
れ
る
も
の
と
な

ア
グ
レ
ン
は

っ
た
。
そ
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
傑
約
で
も
麓
金
鹿
止
を
傑
件
と
す
る
関
税
自
主
擢
の
承
認
が
、
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

(ロ)

ハ
確
信
ス
」
と
述
べ
、
裁
輩
の
賓
行
が
現

特
別
闘
税
舎
議
を
前
に
「
輩
金
慶
止
ハ
到
底
不
可
能
ナ
ル
コ
ト
ト
余
(
ア
グ
レ
ン
)

質
的
に
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
交
渉
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。

に
あ
る
。

ア
グ
レ
ン
が
自
身
の
輩
金
鹿
止
案
を
明
ら
か
に
し
た
背
景
と
し
て
は
、
い
よ
い
よ
中
園
政
治
の
危
機
的
朕
況
を
ア
グ
レ
ン
が
認
識
し
た
こ
と

一
九
二

0
年
代
の
中
園
情
勢
は
、
め
ま
ぐ
る
し
く
費
動
し
た
。
こ
の
開
ア
グ
レ
ン
は
一
時
期
、

「
す
べ
て
は
時
の
人
で
あ
る
果
侃
字

に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
。
抵
抗
す
る
よ
う
な
も
の
は
何
で
も
打
ち
倒
せ
る
よ
う
な
、
有
能
で
十
分
に
鍛
え
ら
れ
た
軍
陵
の
十
分
な
支
持
を
、

彼
は
そ
の
背
後
に
得
て
い
る
。
そ
し
て
最
近
の
湖
南
、
湖
北
の
事
件
に
よ
っ
て
、
彼
は
自
分
が
望
む
ど
の
方
面
に
で
も
兵
力
を
動
か
せ
る
立
場

(

日

〉

に
あ
る
。
」
と
呉
侃
学
に
よ
る
政
局
の
安
定
に
劃
し
て
強
い
期
待
を
寄
せ
て
い
た
。

ア
グ
レ
ン
は
海
閥
組
織
の
安
定
を
求
め
て
「
外
園
」

の
混
凱
が
績
く
中
で
、

「
圏
内
」
に
抱
え
た
債
権
者
に
加
え
て
、

「
第
一
一
一
の
錨
」
を
求
め

-158-

し
か
し
、

具
に
よ
る
覇
権
の
確
立
が
破
れ
て
さ
ら
に
政
治

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ア
グ
レ
ン
が
注
目
し
た
の
は
、
中
央
政
府
の
弱
瞳
化
と
裏
返
し
で
あ
る
が
、
地
方
勢
力
の
割
擦
朕
況
で
あ
司
た
。
ア
グ
レ
ン
が
非
常
に
意
欲

的
に
取
組
ん
だ
新
構
想
が
形
を
現
わ
し
た
の
は
、
雑
誌
『
一
九
世
紀
』
誌
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
ワ
シ
ン
ト
ン
曾
議
後
、
関
税
特

別
舎
議
を
に
ら
ん
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
グ
レ
ン
は
問
い
か
け
る
。

輩
金
麿
止
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
中
園
の
事
情
に
少
し
で
も
逼
じ
て
い
る
者
を
こ
れ
ほ
ど
よ
く
悩
ま
せ
る
問
題
は
な
い
。
答
え
は
「
輩
金

麿
止
」
に
よ
っ
て
何
が
意
味
さ
れ
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
も
し
も
こ
の
言
葉
が
、
中
央
政
府
の
指
令
的
な
法
令
に
よ
っ
て
、
地
方
擢

力
、
が
職
、
迭
中
や
も
と
の
位
置
で
課
税
す
る
権
利
を
な
く
す
こ
と
を
一
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
答
え
は
疑
い
な
く
否
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
こ

れ
が
外
園
の
稔
入
を
、
腹
立
た
し
い
遅
延
、
根
擦
の
な
い
取
り
立
て
、
不
確
質
性
、
そ
の
他
こ
の
課
税
制
度
に
元
来
そ
な
わ
る
悪
弊
か
ら
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保
護
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
答
え
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
裁
輩
」
が
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
で
は
不
可
能
と
断
じ
る
一
方
で
、
流
通
の
園
滑
化
を
代
償
と
し
て
提
案
し
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
「
裁
輩
」
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、
ア
グ
レ
ン
は
一
八
五
八
年
の
天
津
篠
約
時
に
起
源
す
る
問
題
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち

中
囲
内
の
中
央
・
地
方
関
係
に
つ
い
て
、
外
園
側
の
理
解
が
足
り
な
か
?
た
と
整
理
す
る
。
も
と
も
と
清
朝
下
で
、
地
方
は
財
政
自
主
権
に
等

し
い
財
政
の
濁
立
性
が
許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
嘗
時
の
イ
ギ
リ
ス
側
篠
約
交
渉
者
は
、
中
園
の
地
方
と
中
央
と
の
財
政
上
の
劃
抗
関
係
に
気

づ
か
な
い
ま
ま
傑
約
を
作
成
し
た
た
め
、
子
口
牟
税
は
期
待
通
り
の
数
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
う
。
「
も
し
も
子
ロ
宇
税
は
、
管
理
の
便

宜
上
、
海
闘
に
よ
っ
て
地
方
財
政
の
た
め
に
徴
牧
さ
れ
る
地
方
税
で
あ
る
と
篠
約
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
は
海
闘

の
徴
税
業
務
の
一
部
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
含
ま
れ
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
子
ロ
牟
税
は
地
方
の
内
地
課
税
と
釣
り
合
っ
て
、
篠

約
交
渉
者
の
想
定
通
り
の
目
的
を
達
成
で
き
た
で
あ
ろ
う
」
と
篠
約
の
受
盆
者
が
中
央
に
編
し
た
こ
と
を
言
う
が
、
同
時
に
海
闘
の
果
た
し
う

(

お

)

る
役
割
の
強
調
も
忘
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
愛
世
凱
の
中
央
集
権
政
策
は
、
地
方
財
源
を
奪
う
こ
と
を
意
園
し
た
。

一
方
で
地
方
は
中
央
財
源

と
さ
れ
た
税
の
徴
放
を
止
め
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
空
の
園
家
財
政
と
山
積
み
の
債
務
が
残
さ
れ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
行
わ
れ

そ
れ
に
よ

っ
て
内
地
課
税
に
よ
る
流
通
阻
害
の
緩
和
を
賓
現
す
る
の
が
、
ア

-159ー

る
べ
き
は
、
中
央
と
地
方
財
政
の
関
係
を
見
直
す
こ
と
で
あ
り
、

グ
レ
ン
提
案
の
意
義
で
あ
っ
た
。
具
韓
的
に
は
次
の
二
つ
の
段
階
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

(2) (1) 

子
口
皐
を
受
領
し
て
使
用
す
る
こ
と
で
、
篠
約
や
中
園
政
府
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
全
て
の
制
約
を
取
り
去
る
。

そ
の
一
方
で
、
子
口
車
の
護
行
と
子
口
牢
税
の
徴
税
機
能
、
そ
し
て
税
牧
入
賞
績
に
麿
じ
配
分
を
す
る
協
定
の
下
、
徴
牧
さ
れ
た
子
口

(
路
〉

牢
税
全
て
を
地
方
の
金
庫
に
正
確
に
分
配
す
る
こ
と
を
海
闘
の
手
に
委
ね
る
。

僚
約
上
、
子
口
牢
税
の
適
用
は
、
内
地
に
入
る
外
園
一
商
品
と
内
陸
部
か
ら
海
外
稔
出
に
向
け
て
購
入
さ
れ
る
中
園
口
問
と
に
限
定
さ
れ
て
い

--
。

ふ
れ

ア
グ
レ
ン
の
提
案
は
こ
れ
を
全
て
の
一
商
品
に
適
用
し
よ
う
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
子
口
牢
税
が
麓
金
に
代
わ
り
う
る
傑
件
と
し
て

は
、
海
闘
に
よ
る
徴
税
コ
ス
ト
の
方
が
輩
金
徴
牧
コ
ス
ト
よ
り
も
低
い
こ
と
、
課
税
過
程
で
の
規
律
正
し
さ
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
ア
グ
レ
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ン
案
で
は
、
子
口
牢
税
を
萱
金
補
償
と
し
て
地
方
に
渡
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
特
別
関
税
曾
議
で
問
題
と
な
る
裁
輩
補
償
税
に
つ
い
て

鰯
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

「も
し
貿
易
の
車
輪
に
取
り
附
い
た
こ
の
障
害
物
が
取
り
除
け
る
な
ら
ば
、
最
終
的
に
増
加
す
る
税
か
ら
の
利
盆

(
げ
)

は
、
関
連
す
る
純
金
額
と
の
釣
り
合
い
を
越
え
る
だ
ろ
う
」
と
、
流
通
の
園
滑
化
に
よ
る
培
牧
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
子
口
宇
税

に
よ
る
萱
金
の
代
替
、
流
通
の
園
滑
化
案
で
は
海
闘
が
主
要
な
位
置
に
あ
る
。

元
的
統
合
を
め
ざ
し
、
海
闘
機
能
を
強
化
す
る
案
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
論
文
の
背
後
に
は
、
海
闘
の
安
定
に
む
け
た
ア
グ
レ
ン
流
の
計

つ
ま
り
こ
の
試
案
は
質
質
的
に
は
海
闘
に
よ
る
流
通
諸
税
の

算
が
存
在
し
て
い
た
。

ア
グ
レ
ン
は
そ
の
海
開
ロ
ン
ド
ン
事
務
所
に
あ
て
て
書
簡
を
迭
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
私
に
は
論
文
を
書
く
に
あ
た
っ
て
秘
め
ら
れ
た
目
的
が
あ
る
。
も
し
も
安
全
な
朕
況
に
な
い
と
す
れ
ば
、
地
方
の
財
政
運
営
の

一
端
を
捲
う
機
関
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
繕
績
的
な
有
用
性
を
私
は
ず
っ
と
探
っ
て
き
た
。
私
た
ち
は
安
定
性
を
約
束
す
る
一
つ
あ
る
い

は
二
つ
の
錨
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
外
園
人
と
し
て
の
治
外
法
権
的
立
場
、
外
園
借
款
の
債
務
に
附
し
て
い
る
保
謹
、
そ
れ
と
近
年

強
め
る
地
方
の
間
に
あ
っ
て
、

E
額
な
税
金
を
徴
牧
す
る
中
央
政
府
の
機
関
と
し
て
の
我
々
の
位
置
は
、

る
。
そ
し
て
短
期
聞
の
統
一
へ
の
展
望
は
聞
か
れ
そ
う
に
な
い
の
で
、
私
は
出
来
る
だ
け
早
急
に
別
の
地
貼
に
う
ま
く
足
を
す
え
る
べ
き

だ
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
我
々
は
地
方
の
課
税
に
つ
い
て
は
、
距
離
を
置
い
て
全
く
何
の
関
係
も
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
か

常
に
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
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し
だ
い
に
比
重
を
増
し
て
い
る
中
園
人
の
投
資
に
劃
す
る
保
歪
で
あ
る
。
し
か
し
現
朕
況
で
、
こ
れ
で
十
分
と
は
言
え
な
い
。
濁
立
性
を

っ
て
海
闘
に
よ
る
輩
金
や
そ
の
他
地
方
税
の
徴
牧
が
試
験
的
に
提
案
さ
れ
た
と
き
に
は
、
私
は
そ
れ
に
反
劃
し
て
き
た
。

つ
ま
り
朕
況
が

す
べ
て
昨
今
よ
り
良
か
っ
た
の
で
あ
る
。
朕
況
は
急
速
に
獲
わ
司
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
も
饗
化
に
劃
躍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感

じ
る
。
も
し
私
の
子
口
車
提
案
が
受
け
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
良
い
出
護
貼
と
な
る
だ
ろ
う
。
私
の
描
く
将
来
の
海
闘
は
、
あ
る
部
分

で
は
中
央
政
府
の
機
関
で
あ
り
、
ま
た
別
の
部
分
で
は
地
方
政
府
の
機
関
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

一
つ
の
運
営
瞳
に
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の

(

日

〉

で
あ
る
。
こ
の
案
は
統
合
あ
る
い
は
統

一
数
果
を
必
ず
持
つ
で
あ
ろ
う
。

海
闘
が
徴
牧
す
る
税
の
一
部
を
地
方
へ
引
き
渡
す
こ
と
で
、
海
開
を
地
方
擢
力
の
敵
劉
者
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
代
行
機
関
と
し
て
も
再
定



義
し
よ
う
と
い
う
の
が
そ
の
意
圃
で
あ
?
た
。
そ
の
際
の
手
段
、
が
、
内
地
流
通
税
を
子
口
宇
税
の
形
式
で
海
閥
が
集
め
、
そ
れ
を
地
方
に
受
付

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
地
方
に
と
っ
て
は
確
貧
な
牧
入
の
途
が
興
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
従
前
の
賛
金
制
度
を
維
持
す
る
意
味

は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
内
地
課
税
自
瞳
が
な
く
な
る
需
で
は
な
い
が
、
地
域
ご
と
に
統
一
規
定
の
な
い
麓
金
よ
り

も
規
則
的
な
課
税
が
保
註
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
商
業
に
従
事
す
る
も
の
に
利
益
が
あ
る
と
の
剣
断
が
あ
っ
た
。
ア
グ
レ
ン
の
新
構
想

は
、
海
聞
に
よ
る
子
口
半
税
徴
牧
を
不
規
則
性
の
排
除
と
い
う
意
味
で
の
「
萱
金
庫
止
」
案
と
関
連
企
つ
け
る
こ
と
で
、
一
方
で
は
イ
ギ
リ
ス
な

ど
の
要
求
に
一
定
程
度
は
麿
え
る
と
と
も
に
、
地
方
政
擢
の
な
か
に
海
闘
の
重
要
性
を
構
造
と
し
て
埋
め
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
方
法
を
寅
現
す
る
に
は
、
利
害
関
係
者
の
合
意
が
不
可
依
で
あ
る
。
「
政
治
」
か
ら
の
距
離
を
と
り
「
経
済
」
面
で
の
機
能
を
強
調
し

て
き
た
海
闘
で
あ
る
が
、
組
織
安
定
の
た
め
に
徴
税
機
構
と
し
て
主
要
な
役
割
を
求
め
る
ほ
ど
、
限
り
な
く
中
園
の
政
治
と
向
き
合
わ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
矛
盾
が
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、

イ
ギ
リ
ス
案
は
、

タ
イ
チ
マ
ン
に
よ
っ
て
具
睦
化
さ
れ
た
。
そ
の
骨
子
は
や
は
り
子
口
牢
税
を
利
用
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
関
税
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自
主
回
復
ま
で
の
過
程
と
し
て
、
二
段
階
の
作
業
が
議
定
さ
れ
、
第
一
段
階
は
輩
金
庫
止
の
段
階
で
、
①
子
ロ
阜
の
適
用
を
贋
範
な
一
商
品
に
贋

げ
る
こ
と
。
②
徴
放
さ
れ
た
子
口
牢
税
は
中
園
銀
行
上
海
支
庖
の
口
座
に
集
め
ら
れ
、
税
務
委
員
舎
と
綿
税
務
司
が
地
方
の
徴
牧
分
の
配
分
に

あ
た
る
。
③
沿
岸
貿
易
税
も
慶
止
し
て
子
口
牢
税
に
振
り
替
え
る
。
④
内
地
の
酒
煙
草
の
特
別
課
税
と
印
紙
税
を
設
定
す
る
。
中
園
政
府
は
外

国
の
援
助
を
受
け
つ
つ
、
こ
の
税
の
徴
牧
と
地
方
へ
の
分
配
を
行
う
こ
と
。
⑤
闘
徐
に
つ
い
て
は
、
行
政
費
に
使
用
す
る
こ
と
が
盛
り
こ
ま
れ

〈

印

〉

て
い
る
。
第
二
段
階
は
、
前
段
の
準
行
献
況
を
踏
ま
え
各
園
の
承
認
を
得
な
が
ら
、
関
税
自
主
を
す
す
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
子
口
牢
税

を
麓
金
麿
止
後
の
補
償
に
あ
て
る
な
ど
、
こ
の
案
は
ア
グ
レ
ン
の
構
想
と
方
法
的
に
は
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
諮
問
を
受
け
た
ア
グ
レ

ン
は
、
総
論
と
し
て
「
北
京
特
別
関
税
舎
議
は
出
来
う
る
限
り
燦
約
を
訂
正
し
、
現
代
的
な
要
求
と
中
園
の
熱
望
す
る
線
に
持
っ

て
ゆ
く
た
め

(

初

)

の
僚
約
再
検
討
曾
議
で
あ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
貼
は
、
従
前
の
中
園
の
財
政
構
造
へ
の
誤
解
を
正
そ
う
と
言
う
ア

グ
レ
ン
に
と
っ
て
は
自
然
な
指
摘
で
あ
っ
た
が
、
附
加
税
虚
理
を
主
要
に
考
え
る
外
務
省
に
は
理
解
さ
れ
る
論
黙
で
は
な
か

っ
た
。
さ
ら
に
税
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管
理
に
つ
い
て
新
た
に
税
務
委
員
舎
な
ど
を
新
設
す
る
こ
と
は
、
海
開
組
織
を
第
一
に
考
え
る
ア
グ
レ
ン
の
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
ア
グ
レ
ン
は
、
自
ら
の
運
営
の
成
果
を
強
調
し
な
が
ら
、
否
定
的
で
あ
る
。

ど
ん
な
外
か
ら
の
支
配
も
容
れ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。

は
、
ど
ん
な
外
か
ら
の
援
助
も
な
し
に
開
税
の
管
理
が
、
完
全
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
一
二
年
以
来
、
中
央
政
府
の

明
確
な
根
擦
な
し
に
流
用
さ
れ
た
関
税
は
全
く
無
く
、
そ
し
て
利
害
を
持
つ
外
園
代
表
者
と
の
事
前
の
合
意
な
し
に
、
外
園
借
款
や
賠
償

合
意
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
優
先
権
に
、
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
ど
ん
な
流
用
の
事
賞
も
全
く
無
い
の
で
あ
る
。
:
:
:
非
常
に
重
要
な
仕
事

で
あ
る
外
債
と
内
債
返
済
の
管
理
、
そ
し
て
外
闘
の
税
の
管
理
や
保
管
に
閲
す
る
全
て
の
仕
事
は
、
ほ
と
ん
ど
費
用
が
か
か
っ
て
い
な
い

(

幻

)

の
で
あ
る
。

中
園
政
府
が
、

園
庫
の
受
け
取
り
に
つ
い
て

-
過
去
十
二
年
聞
の
歴
史

こ
の
報
告
を
受
け
た
外
務
省
の
措
営
官
に
と
っ
て
、
海
闘
の
役
割
を
強
調
す
る
ア
グ
レ
ン
の
態
度
は
、
中
園
の
金
融
支
配
者
た
ろ
う
と
す
る
ア
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グ
レ
ン
と
の
印
象
を
興
え
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
逆
に
イ
ギ
リ
ス
案
が
あ
く
ま
で
も
輩
金
慶
止
に
巌
格
で
あ
っ
た
た
め
、
ア
グ
レ
ン
も

「英

(

忽

〉

圏
外
務
省
其
ノ
他
ノ
英
圏
在
住
者
ハ
支
那
ノ
事
情
ヲ
知
ラ
ス
徒
ラ
エ
空
論
ニ
走
リ
居
レ
リ
」
と
の
剣
断
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

(
幻
〉

は
、
ア
グ
レ
ン
の
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
不
信
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く。

ア
グ
レ
ン
の
構
想
は
、
海
開
組
織
を
脅
か
し
つ
つ
あ
る
地
方
割
援
紋
態

に
、
む
し
ろ
積
極
的
な
介
入
で
麿
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
イ
ギ
リ
ス
案
と
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
雨
者
の
麓
金
鹿
止
計
重

の
差
は
決
定
的
と
言
え
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
一
意
味
で
は
曾
議
の
場
に
お
い
て
十
分
に
意
味
を
持
ち
う
る
提
案
で
あ
っ
た
。
さ
ら
な
る

海
闘
の
安
定
を
求
め
る
ア
グ
レ
ン
構
想
の
成
否
は
、
関
税
曾
議
の
場
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

北
京
特
別
関
税
舎
議
と
ア
グ
レ
ン
構
想

北
京
特
別
関
税
舎
議
は
、

め
に
、
盤
金
の
鹿
止
を
篠
件
に
一
律
二
・
五
%
の
関
税
附
加
税
徴
牧
が
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
特
別
関
税
曾
議
で
は
附
加
税
の
寅
施
時

一
九
二
一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
舎
議
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
舎
議
で
は
中
園
の
財
政
危
機
を
款
う
た



期
、
細
則
を
正
式
に
承
認
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
各
園
で
の
ワ
シ
ン
ト
ン
篠
約
の
批
准
が
遅
れ
た
た
め
に
、
特
別
関
税
曾
議

の
開
催
も
先
迭
り
さ
れ
一
九
二
五
年
に
よ
う
や
く
開
催
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ら
れ
た
。
本
来
の
目
的
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
附
加
税
貫
施
の
討
議
を

越
え
て
、
中
園
の
関
税
自
主
に
ま
で
議
論
は
及
び
、
中
園
の
関
税
史
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
舎
議
の
経
過

と
と
も
に

ア
グ
レ
ン
構
想
の
蹄
趨
を
お
っ
て
ゆ
き
た
い
。

北
京
特
別
関
税
曾
議
は
一
O
月
に
始
ま
り
、
中
園
代
表
は
衣
の
三
動
か
ら
な
る
提
案
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
①
参
加
園
は
中
園
の
関
税
自
主

権
を
認
め
、
現
行
篠
約
に
あ
る
関
税
上
の
制
限
を
撤
慶
す
る
こ
と
。
②
中
闘
は
固
定
税
率
の
賓
施
と
同
時
に
輩
金
を
慶
止
す
る
。
固
定
税
率
は

一
九
二
九
年
一
月
一
日
ま
で
に
数
力
を
護
揮
す
る
。
③
園
定
税
率
賓
施
以
前
に
は
普
通
品
五
%
、
最
高
三
O
%
の
附
加
税
を
課
す
る
、
で
あ

(

斜

)
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ワ
シ
ン
ト
ン
篠
約
で
求
め
ら
れ
た
議
論
の
範
圏
を
越
え
る
も
の
で
あ
司
た
。
ま
た
舎
議
の
運
営
に
お
い
て
も
①
関
税
自

主
権
②
中
間
期
に
お
け
る
暫
定
措
置
③
附
随
事
項
の
三
委
員
舎
で
討
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
全
瞳
的
に
は
関
税
自
主
に
向
け
た
布
陣
が

(

お

〉

行
わ
れ
た
と
言
え
る
。

一
方
で
参
加
園
の
側
で
は
、
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日
本
の
動
き
が
嘗
初
目
立
つ
こ
と
に
な
る
。
日
本
は
来
る
べ
き
特
別
関
税
曾
議
に
向
け
て
、
中
園
、
諸
外
園
と

(
お
)

の
接
鯛
に
努
め
、
曾
議
携
嘗
部
所
を
置
く
な
ど
準
備
を
重
ね
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
中
園
側
が
特
別
関
税
舎
議
に
お
い
て
、
関
税
自
主
権
回
復

の
要
求
を
行
う
と
の
感
舗
を
強
め
て
い
た
。
そ
れ
へ
の
劃
策
と
し
て
中
園
の
関
税
自
主
権
回
復
を
原
則
と
し
て
認
め
る
こ
と
、
そ
の
場
合
に
中

固
と
個
別
に
協
定
関
税
を
と
り
決
め
る
か
、

ま
た
は
七
・
五
%
ま
で
の
差
等
開
税
を
設
定
す
る
こ
と
を
篠
件
と
す
る
こ
と
を
、
交
渉
の
目
標
と

し
て
曾
議
に
臨
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
意
固
と
し
て
は
「
舎
議
ノ
努
頭
ニ
於
テ
我
公
正
且
同
情
的
態
度
ヲ
闘
明
シ
先
ス
良
好
ナ
ル
空
気
ヲ
作

〈

幻

)

リ
順
次
我
希
望
ス
ル
各
種
案
件
ノ
貧
現
-
一
努
力
ス
ル
事
最
モ
得
策
且
有
数
ト
思
料
ス
」
と
い
う
在
華
大
使
の
提
案
に
表
わ
れ
る
よ
う
に
、
中
園

の
要
求
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
姿
勢
を
ま
ず
示
す
こ
と
で
、
舎
議
を
主
導
し
よ
う
と
の
思
惑
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
?
た
。
そ
の
結
果
中

(

お

〉

園
の
関
税
自
主
回
復
に
積
極
的
な
日
本
代
表
の
演
説
は
、
中
園
に
は
好
意
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
と
の
感
燭
を
日
本
は
得
て
い
る
。
関
税
自
主

を
あ
っ
か
う
第
一
委
員
舎
で
も
、
日
本
案
が
冒
頭
に
提
示
さ
れ
た
。
日
本
の
提
案
は
ま
ず
中
園
の
固
定
税
率
を
認
め
た
上
で
、
第
一
案
と
し
て

353 



354 

固
定
税
率
と
各
園
ご
と
の
協
定
税
率
を
併
用
し
、
三
年
聞
の
移
行
期
間
内
は
ワ

シ
ン

ト
ン
附
加
税
を
課
税
す
る
と
い
う
も
の
と
、
第
二
案
、

(

m

m

)

 

日
本
と
し
て
は
第
一
案
を
推
奨
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス

は
附
加
税
徴
牧
の
燦
件
と
な
る
輩
金
鹿
止
の
達
成
を
重
視
す
る
立 ーマ

ッ
ケ

1
候
約
を
基
礎
に
差
等
課
税
を
導
入
す
る
と
い
う
も
の
で
、

他
方
、
先
に
鰯
れ
た
タ
イ
チ
マ
ン
の
構
想
に
も
あ
る
よ
う
に
、

場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
特
別
曾
議
冒
頭
の
イ
ギ
リ
ス
代
表
の
方
針
演
説
も
ワ
シ
ン
ト
ン
僚
約
の
範
囲
内
で
の
議
論
、
輩
金
な
ど
内
地

課
税
の
鹿
止
方
策
の
案
出
な
ど
を
強
調
す
る
も
の
で
、
中
園
側
の
要
求
と
は
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
関
税
自
主
も
視
野
に
入
れ
る
舎
議

(

m
叩

)

に
、
十
分
に
劃
躍
し
き
れ
ず
に
い
た
。
し
か
し
曾
議
が
関
税
自
主
へ
と
流
れ
る
中
で
、
基
本
方
針
は
維
持
し
つ
つ
も
、
ま
も
な
く
「
紙
の
上
で

(

況

)

の
裁
輩
」
承
認
へ
と
碍
換
す
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
関
心
は
、
増
牧
と
な
る
関
税
の
管
理
方
法
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
も
ワ
シ
ン

ト
ン
俊
約
内
で
の
議
論
を
想
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
O
月
三
O
日
の
第

一
委
員
舎
で
関
税
自
主
を
議
題
と
す
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ

る
と
、

一
一
月
一
一
一
日
の
第
二
回
第
一
委
員
舎
舎
議
に
は
ア
メ
リ
カ
案
が
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
①
一
九
二
六
年
よ
り
二
・
五
%
の
附
加
税

徴
牧
を
貫
施
す
る
こ
と
。

②
関
税
自
主
ま
で
の
移
行
措
置
と
し
て
最
高
七
・
五
%
増
の
均

一
課
税
を
行
う
。
③
輩
金
な
ど
内
地
課
税
の
鹿
止
を

(
M
M
〉

行
う
こ
と
。
④
萱
金
の
麿
止
を
僚
件
に
一
九
二
九
年
に
は
関
税
自
主
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
代
表
も
こ
の
ア
メ
リ
カ
提
案
に

(

お

)

原
則
的
同
意
を
興
え
た
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
段
階
で
「
輩
金
慶
止
」

「
七
・
五
%
ま
で
の
均
一
附
加
税
」
を
あ
げ
る
英
米
と
、

「
関
税
自
主
承
認
」

「
協
定
関
税
ま
た
は
差
等
課

税
」
を
す
す
め
る
日
本
の
主
張
と
が
劉
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
麓
金
慶
止
に
つ
い
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
篠
約
で
、
関
税
自
主
承
認
の
前
提
で
あ

司
た
こ
と
か
ら
、
第
二
田
舎
議
ま
で
に
日
本
も
萱
金
躍
止
を
関
税
自
主
の
篠
件
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
そ
の
結
果
、
董
金

つ
ま
り
裁
萱

腰
止
の
財
源
と
し
て
は
ワ
シ
ン
ト
ン
附
加
税
二

・
五
%
で
は
不
足
と
の
イ
ギ
リ
ス
な
ど
か
ら
の
反
論
を
受
け
る
こ
と
と
な
司
た
。

の
財
源
と
し
て
、
二
・
五
%
を
上
回
る
課
税
に
雁
じ
る
よ
う
に
迫
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
劃
抗
す
る
た
め
日
本
側
は
、
裁
輩
財
源
と
し

(
川
品
)

て
内
外
債
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
貫
施
を
提
案
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
針
立
の
間
に
あ
っ

て
、
中
園
側
は
し
た
た
か
に
た
ち
ま
わ
っ
た
。

つ
ま
り
闘

税
自
主
の
承
認
に
つ
い
て
は
日
本
案
を
支
持
し
つ
つ
、
裁
輩
財
源
と
し
て
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
案
を
肯
定
し
な
が
ら
、
三
O
%
ま
で
の
差
等
課
税



案
の
提
案
を
行
っ
た
。
そ
し
て
一
一
月
一
九
日
に
は
、
輩
金
鹿
止
宣
言
を
中
園
が
行
う
こ
と
を
篠
件
に
、
関
税
自
主
回
復
を
認
め
る
決
議
が
行

わ
れ
る
。
こ
れ
を
日
本
側
か
ら
讃
め
ば
第
一
案
が
、
協
定
税
率
規
定
を
お
と
し
た
形
で
通
過
し
た
と
理
解
さ
れ
た
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て

〈

お

〉

は
輩
金
鹿
止
は
紙
の
上
で
賓
現
し
た
も
の
の
、
さ
ら
に
内
貫
を
確
保
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
側
と
し
て
は
、
萱
金

鹿
止
の
計
董
を
明
確
に
さ
せ
る
必
要
が
生
じ
た
。
ま
た
中
園
の
側
と
し
て
も
、
本
格
的
な
支
持
を
得
る
た
め
に
は
、
輩
金
慶
止
宣
言
に
説
得
力

(

お

)

を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ア
グ
レ
ン
の
中
園
に
劃
す
る
輩
金
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
助
言
が
こ
の
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
。
ア
グ
レ
ン
の

輩
金
慶
止
案
は
①
附
加
税
が
寅
施
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
聞
は
、
焼
約
港
を
主
要
な
改
革
寅
施
の
針
象
と
す
る
。
つ
ま
り
篠
約
港
を
中
心
に
内
地

と
の
聞
を
主
要
経
路
沿
い
に
移
動
す
る
一
商
品
に
つ
い
て
、
外
園
産
、
園
産
を
問
わ
ず
関
所
の
障
害
を
取
り
除
く
。
②
過
渡
期
の
二
年
目
は
、
同

じ
手
績
き
を
中
園
の
一
商
業
嬢
黙
聞
を
通
る
貿
易
に
関
し
て
採
用
す
る
。
③
三
年
目
は
、
十
分
な
情
報
が
集
め
ら
れ
貿
易
が
新
し
い
朕
況
下
に
置

か
れ
た
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
輩
金
職
員
を
職
か
ら
解
き
関
所
を
閉
鎖
す
る
手
績
き
を
と
る
と
い
う
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
。
輩
金
庫
止
の
見
返

り
に
は
、
附
加
税
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ア
グ
レ
ン
の
計
董
で
は
海
闘
が
、
全
瞳
の
資
金
の
流
れ
の
把
握
そ
し
て
税
配
分
に
お

い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
と
と
は
、
最
終
的
な
萱
金
庫
止
に
「
状
況
の
評
債
」
と
い
う
篠
件
を
附
し
て
い
る
こ

-165ー

と
で
あ
る
。

ア
グ
レ
ン
は
輩
金
庫
止
を
困
難
と
考
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
一
評
債
の
一
項
を
挿
入
す
る
こ
と
は
、
海
闘
に
よ
る
内
地
課
税
の
掌
握

が
卒
、
永
久
的
に
績
く
こ
と
を
一
意
味
し
て
い
る
。
糟
じ
て
先
の
ア
グ
レ
ン
の
新
構
想
を
寅
現
す
る
計
重
で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
は
、
中
園
側
提
案

の
中
に
一
定
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア
グ
レ
ン
は
中
園
側
の
反
躍
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
債
し
て
い
る
。

私
が
彼
ら
に
提
示
し
た
構
想
は
あ
る
程
度
ま
で
採
用
さ
れ
て
、
中
園
代
表
は
現
在
自
分
た
ち
の
見
方
に
あ
う
よ
う
に
練
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
本
来
的
に
地
方
の
税
は
地
方
の
財
政
の
た
め
に
別
に
し
、
そ
こ
に
引
き
渡
す
と
い
う
本
質
的
な
部
分
を
残
す
な
ら
ば
、
彼
ら
が

い
か
に
形
を
作
り
饗
え
よ
う
と
も
私
は
気
に
と
め
な
い
。
私
の
構
想
は
、
中
園
自
身
の
構
想
に
依
け
て
い
た
所
と
か
み
合
う
も
の
を
提
供

(

幻

)

し
て
い
る
。

355 

ア
グ
レ
ン
の
麓
金
鹿
止
計
董
は
、
舎
議
の
中
で
も
重
要
な
地
貼
で
登
場
し
て
き
た
と
言
え
る
。

ア
グ
レ
ン
自
身
も
舎
議
に
つ
い
て
「
私
は
大
き
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(

お

)

な
関
心
を
持
っ
て
閥
税
舎
議
の
準
行
を
見
守
っ
て
い
る
」
と
前
向
き
の
評
債
を
下
し
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
舎
議
の
先
行
き
に
闘
し
て
は
、

議
論
が
細
目
に
及
び
利
害
の
衝
突
が
激
し
く
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
。

中
園
は
一
般
論
に
限
定
し
て
、
現
賓
の
扶
況
を
世
界
に
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
な
る
議
論
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
外
園
の

代
表
圏
は
、
各
園
の
世
論
や
各
自
の
守
る
べ
き
利
害
を
持
っ
て
、
中
園
提
案
の
各
内
容
を
詳
細
に
論
議
す
る
こ
と
を
も
ち
ろ
ん
決
め
て
い

る
。
そ
こ
に
一
つ
あ
る
い
は
複
数
の
列
強
が
、
本
園
か
ら
の
指
示
で
断
固
と
し
た
態
度
を
取
り
、
そ
の
よ
う
な
行
動
の
結
果
、
舎
議
が
持

ち
越
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
誤
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
中
園
は
世
論
に
訴
え
て
外
園
人
は
中
園
の
将
来
を
閉

ざ
し
て
い
る
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
批
剣
に
耐
え
る
ど
の
よ
う
な
案
も
打
ち
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
中
閣
は
、
自
ら
舎
議
を

(

叩

却

)

中
断
し
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。

ア
グ
レ
ン
に
と
っ
て
も
議
論
の
細
部
へ
の
進
展
は
、
海
闘
の
人
事
な
ど
海
開
運
営
の
内
容
ま
で
問
う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
か
っ
た
。
輩

輩
金
の
鹿
止
問
題
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
の
思
い
違
い
が
存
在
し
て
い
る
。
:
:
・
外
園
人
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
課
税
で
は
な
く
て
、

-166ー

金
問
題
に
つ
い
て
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
描
く
よ
う
な
麿
止
に
固
執
す
る
こ
と
は
、
舎
議
を
停
滞
さ
せ
る
可
能
性
が
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。

徴
税
に
か
か
わ
る
遅
れ
や
特
有
の
紛
争
で
あ
る
。
私
の
『
一
九
世
紀
』
の
論
文
で
注
意
を
促
し
た
よ
う
な
財
政
の
争
い
が
な
け
れ
ば
、
間

題
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
職
入
税
の
増
加
と
内
地
課
税
の
改
善
を
並
行
さ
せ
る
こ
と
を
誼
い
文
句
と
し
た
か
の
よ
う
な
外
園
人
の
意

見
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
確
か
に
何
か
手
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
時
貼
で
輩
金
慶
止
を
あ
ま
り
に
重
現
す
る
こ
と
は
重
要

な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
中
園
政
府
が
真
面
目
に
制
度
の
改
革
に
取
り
組
み
、
外
園
貿
易
を
保
護
す
る
姿
勢
を
見
せ
る
な
ら

ば
、
外
園
人
商
人
は
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
中
園
が
そ
の
計
霊
で
最
も
重
要
な
位
置
に
置
い
て
い
る
輩
金
の
麿

止
は
、
私
の
考
え
で
は
後
回
し
に
す
べ
き
で
あ
る
。
中
閣
の
計
重
に
従
っ
て
い
て
、
認
め
ら
れ
た
非
常
に
短
い
三
年
と
言
う
暫
定
期
間
内

(
川
叫
〉

に
、
麓
金
の
鹿
止
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
。

麓
金
の
鹿
止
に
と
も
な
う
財
源
は
、
結
局
二
・
五
%
を
越
え
る
附
加
税
へ
と
落
ち
着
き
つ
つ
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
の
側
面
か
ら
ア



グ
レ
ン
の
思
惑
と
は
別
の
事
態
が
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
増
加
す
る
税
牧
の
使
用
目
的
、
分
配
に
閲
す
る
問
題
で
、

ア
グ
レ
ン
の
海
閥

運
営
を
直
接
に
問
う
こ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

別
の
傾
向
が
そ
の
形
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
新
し
い
(
附
加
税
牧
入
に
よ
る
)
基
金
の
管
理
者
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
。
私
が
外
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
よ
う
な
確
詮
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
が
こ
れ
を
託
さ
れ
て
い
る
限
り
、
有
用
と
言
え
な
い

ま
で
も
、
と
に
か
く
海
開
の
縫
績
的
な
安
定
は
今
後
長
年
に
わ
た
っ
て
保
註
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
貫
際
、
私
は
現
在
進
行
す
る
朕
況
か
ら

(
n
U
)
 

海
闘
に
射
す
る
非
常
に
高
い
信
任
と
責
任
以
外
に
は
、
ど
の
よ
う
な
答
え
も
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
〔
〈
)
内
は
筆
者
〕

と
ア
グ
レ
ン
も

4

意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
司
た
の
で
あ
る
。
舎
議
自
睦
は
内
戦
の
影
響
で
中
園
代
表
が
出
席
し
な
い
等
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら

も
、
裁
輩
と
そ
の
補
償
資
金
、
債
務
整
理
そ
し
て
差
等
関
税
率
を
議
題
に
し
て
非
公
式
に
準
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
一
九
二
五
年
中
は
ア
グ
レ

〈

必

)

(

日

制

〉

ン
も
中
園
案
と
自
案
の
調
整
に
動
く
な
ど
「
扶
況
は
間
違
い
な
く
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
」
と
舎
議
へ
の
期
待
感
を
失
つ
て
は
い
な
か

(
H
H
〉

一
月
に
は
つ
い
に
ア
グ
レ
ン
も
「
次
な
る
戟
争
を
考
え
て
が
っ
か
り
し
て
い
る
」
と
ロ
ン
ド
ン
事
務
所
に
劃
し
て
も
書
き
、
途

っ
た
。
し
か
し
、

-167ー

ら
ざ
る
を
得
な
い
扶
況
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

な
お
非
公
式
舎
議
を
中
心
に
縫
績
さ
れ
て
い
た
。
最
も
準
展
が
見
ら
れ
た
の
は
差
等
閥
税
の
細
別
で
あ
っ
て
、
三
月
ま
で
に

は
ほ
ぼ
合
意
が
成
立
す
る
ま
で
に
い
た
っ
た
。
こ
の
合
意
は
日
英
米
専
門
委
員
私
案
と
し
て
ま
ず
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
附
加
税
の
地

方
分
配
が
記
載
さ
れ
る
。
税
金
の
地
方
分
配
は
、
海
聞
に
よ
っ
て
守
己
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
海
闘
を
通
し
て
(
昨
日
5
c
m
S
行
わ
れ
る
も

(必〉

の
と
さ
れ
た
。
そ
の
貼
で
は
、
海
闘
機
能
の
撲
大
と
い
う
ア
グ
レ
ン
構
想
は
、
黙
晴
を
歓
く
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
四
月
の
ク
ー

デ
タ
ー
に
よ
っ
て
段
政
権
が
倒
れ
た
後
、
非
公
式
舎
議
は
継
績
さ
れ
た
も
の
の
、

関
税
舎
議
は
、

つ
い
に
七
月
に
関
税
舎
議
は
無
期
休
舎
の
措
置
が
と
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
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関
税
曾
議
後
の
ア
グ
レ
ン
海
開

北
京
特
別
開
税
曾
議
は
中
園
政
局
の
混
蹴
の
中
で
つ
い
に
流
舎
と
な
っ
た
が
、
同
じ
政
治
扶
況
は
舎
議
参
加
園
に
改
め
て
封
中
園
政
策
の
見

直
し
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
イ
ギ
リ
ス
は
外
務
省
と
代
表
圏
の
針
立
を
残
し
つ
つ
も
、
大
き
な
政
策
轄
換
を
経
験
し
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は
ア
グ
レ
ン
の
海
開
運
営
に
劃
す
る
評
債
が
再
び
焦
貼
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

裁
輩
賞
行
撃
明
が
出
さ
れ
同
時
に
関
税
自
主
回
復
が
認
め
ら
れ
た
頃
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
中
園
の
関
税
の
取
扱
に
つ
い
て
の
究
書
き
が
残

(

必

〉

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
香
港
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
な
ど
過
激
な
運
動
が
康
東
で
起
き
た
理
由
を
、
贋
東
へ
の
関
税
分
配
を
痘
否
し
た
た
め
と
分
析

し
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
は
園
民
禁
政
府
が
贋
東
軍
政
府
に
な
ら
っ
て
、
支
配
地
域
分
の
関
税
を
要
求
し
た
際
に
、

イ
ギ
リ
ス
を
始
め
諸
外
園

が
そ
れ
を
阻
止
し
た
出
来
事
を
指
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
こ
の
よ
う
な
慮
置
が
、
園
民
黛
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
、
反
英
的
事
件
が
相
次
い
だ

と
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
反
省
か
ら
地
方
に
劃
し
て
、
各
々
に
鷹
じ
た
閥
税
を
分
配
す
べ
き
と
の
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
海
開
運
営

に
つ
い
て
辛
亥
革
命
の
後
、
海
闘
は
あ
ま
り
に
中
央
集
権
化
し
「
北
京
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
港
の
関
税
を
吸
い
上
げ
る
道
具
と
な
っ
て
し
ま
っ

ア
グ
レ
ン
の
政
策
は
過
剰
な
中
央
集
権
政
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
否
定
的
な
評
債
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
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た
」
と
批
剣
し
て
い
る
。
嘗
然
、

か
つ
て
ア
グ
レ
ン
の
内
債
政
策
が
始
ま
っ
た
頃
に
行
わ
れ
た
「
中
園
金
融
の
支
配
者
ア
グ
レ
ン
」
批
剣
が
、
中
園
の
地
域
開
封
立
の
中
で
新
た

な
装
い
の
も
と
で
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
『
一
九
世
紀
』
論
文
に
あ
る
よ
う
に
ア
グ
レ
ン
も
中
央
封
地
方
の
劃
立
を
嘗
時
の
主
要
な

封
抗
軸
と
見
な
し
て
い
た
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
も
同
じ
朕
況
剣
断
に
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
劉
鷹
策
に
お
い
て
全
く
反
射
の
慮
方

築
を
出
す
に
い
た
司
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
(
本
園
〉
は
海
開
組
織
を
保
持
す
る
こ
と
に
同
意
し
な
が
ら
、
ア
グ
レ
ン
の
手
法
に
は
否
定
的

な
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
外
務
省
で
は
特
別
関
税
合
同
議
と
同
時
並
行
的
に
、
中
園
の
分
裂
朕
態
に
劃
躍
す
べ
く
封
中
園
政
策
の
再
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
た

が
、
そ
れ
は
中
園
経
済
特
に
海
闘
に
劃
す
る
積
極
的
閥
輿
か
ら
消
極
的
封
麿
へ
の
轄
換
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



列
強
は
彼
ら
の
関
税
へ
の
支
配
を
、
中
園
自
身
の
利
盆
の
た
め
に
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
(
中
園
の
)
統

一
を
作
り
出
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
持
っ
て
(
閥
税
)
支
配
を
績
け
て
き
た
。
:
:
:
そ
し
て
、
非
常
に
不
思
議
で
あ
る
が
、
組
税
務

司
の
整
理
構
想
も
、
彼
は
心
か
ら
そ
の
構
想
を
中
園
の
金
融
の
利
盆
で
あ
り
全
盟
と
し
て
中
園
の
建
設
的
債
値
で
あ
り
、
そ
し
て
統
一
を

導
く
も
の
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
不
幸
な
こ
と
に
、
中
闘
の
彼
ら
が
中
園
に
代
わ
っ
て
行
っ
た
努
力
に
射
す
る
反
躍
は
、
組
税
務

(

U

)

 

司
や
列
強
が
期
待
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
自
園
も
含
め
た
従
来
の
政
策
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
否
定
す
る
認
識
に
立
っ
た
新
政
策
は
、
二
五
年
末
に
舎
議
代
表
圏
へ
と
提
示
さ
れ

一
九
一
二
年
以
前
の
朕
況
に
戻
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
新
政
策
は
、
関
税
に
つ
い
て
は
外
園
債
務
分
を
各
海
関
税
務
司
が
留
保
す
る
他
は

海
閲
監
督
に
交
付
す
る
と
し
、
特
別
閲
税
曾
議
の
場
で
も
中
園
経
済
〈
の
よ
り
以
上
の
介
入
を
避
け
る
た
め
不
良
債
権
問
題
を
取
り
扱
わ
な
い

と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
固
と
し
て
は
、
培
牧
関
税
の
分
配
問
題
を
一
挙
に
解
決
で
き
る
他
、
何
よ
り
も
中
園
世
論
に
劃
し
て
宥
和
委

(
岬
叩
〉

勢
を
示
し
友
好
的
な
関
係
を
形
成
で
き
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
政
策
轄
換
は
、
「
架
空
の
北
京
政
府
を
ま
だ
支
持
し
績
け
る
の
か
」

〈

川

相

)

と
代
表
圏
へ
問
い
か
け
る
よ
う
に
、
北
京
の
み
を
交
渉
相
手
と
す
る
限
界
を
外
務
省
が
強
く
認
識
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
外
務
省
の
観
貼
は
一

た
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元
的
中
園
観
か
ら
多
元
的
な
そ
れ
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
新
政
策
の
提
起
に
射
し
て
舎
議
代
表
圏
は
、
そ
れ
ま
で
の
針
中
政
策

に
沿
っ
て
強
く
反
震
を
示
す
。
そ
の
論
擦
は
①
新
政
策
の
採
用
が
こ
れ
ま
で
の
枠
組
み
を
前
提
に
、
裁
輩
・
関
税
自
主
で
動
き
出
し
た
曾
議
を

(ω
〉

(

日

)

破
綻
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
②
外
務
省
は
中
園
の
外
固
に
劃
す
る
反
感
を
過
大
に
評
債
し
て
い
る
こ
と
の
二
貼
で
あ
る
。
ア
グ
レ
ン
の

海
開
運
営
は
明
ら
か
に
争
黙
で
あ
っ
た
。
外
務
省
は
外
圏
債
務
の
保
護
を
最
低
限
必
要
な
こ
と
と
し
、
内
債
を
も
抱
え
込
ん
で
き
た
ア
グ
レ
ン

(

臼

)

の
海
開
運
営
に
は
、
明
確
に
担
否
的
な
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
代
表
圏
側
は
、
現
行
海
闘
の
維
持
を
第
一
と
す
る
立

場
か
ら
ア
グ
レ
ン
の
「
裁
萱
」
案
を
支
持
す
る
。
外
交
圏
の
認
識
で
は
海
聞
こ
そ
が
中
園
統
一
の
支
柱
で
あ
り
、
「
裁
輩
」
と
不
良
債
権
整
理

(

臼

)

の
要
酷
で
あ
っ
た
。
隻
方
の
封
立
は
卒
行
線
を
た
ど
っ
た
が
、
し
か
し
外
務
省
と
し
て
も
、
こ
の
段
階
で
政
策
轄
換
を
代
表
固
に
強
い
て
認
め

(

臼

)

さ
せ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
c

特
別
曾
議
で
関
税
帰
国
牧
と
海
闘
の
肥
大
化
が
展
望
さ
れ
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
海
闘
を
め
ぐ
る
利
盆
争
奪
へ
の
危
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倶
を
招
い
て
政
策
時
換
が
促
準
さ
れ
た
側
面
を
持
つ
こ
と
は
、
ア
グ
レ
ン
に
と
っ
て
皮
肉
で
あ
っ
た
。

ま
た
中
園
情
勢
の
険
悪
化
は
、
具
龍
的
な
匪
力
と
な
っ
て
ア
グ
レ
ン
の
海
闘
運
営
の
障
害
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

一
つ
は
北
京
政
府
と
の
摩

擦
の
護
生
で
あ
り
、
も
う

一つ

は
園
民
黛
政
府
に
よ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
附
加
税
の
徴
牧
開
始
で
あ
る
。
混
凱
し
た
政
局
の
中
で
ア
グ
レ
ン
は
、
ひ

と
つ
の
評
債
を
下
し
て
い
る
。

す
べ
て
の
朕
況
の
根
底
に
本
嘗
に
あ
る
も
の
は
、
資
金
が
現
在
ま
司
た
く
消
滅
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
貫
で
あ
る
。
関
税
牧
入
を
除
い
て

い
か
な
る
種
類
の
牧
入
も
な
い
。
そ
し
て
海
閥
牧
入
を
引
き
績
き
信
用
の
維
持
と
、
一
般
に
認
め
ら
れ
た
債
務
に
費
や
す
の
か
ど
う
か
。

ま
た
風
に
ま
か
せ
て
、
関
税
の
問
題
を
す
べ
て
雲
散
し
て
し
ま
う
か
ど
う
か
の
問
題
が
生
じ
つ
つ
あ
る
。
私
は
長
年
に
わ
た
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
賦
況
を
議
見
し
て
き
た
。
私
は
朕
況
が
あ
ま
り
に
巌
し
く
な
る
前
に
、
朕
況
を
安
定
さ
せ
る
な
ん
ら
か
の
牧
入
が
見
つ
け
ら
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

し
か
し
絶
え
聞
な
い
戦
争
は
建
設
的
な
こ
と
が
貫
行
さ
れ
る
機
舎
を
奪
っ
て
し
ま
い
、
関
税
舎
議
も
今
や
深
水
に
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は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
私
が
で
き
る
唯
一
の
こ
と
は
、
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
じ
っ
と
動
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
の
管
理
す

る
金
は
、
私
の
署
名
な
し
に
受
け
取
ら
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
政
府
は
私
の
意
向
に
さ
か
ら
っ
て
、
署
名
を
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
金
を
獲
得
す
る
唯
一
の
方
法
は
、
私
を
解
雇
し
誰
か
の
署
名
を
取
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
ま
だ
こ
の
手
段
を
取
る
準
備
を

し
て
は
い
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
準
備
が
で
き
た
時
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
る
巌
し
い
結

〈

日

)

末
を
む
か
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
政
府
か
ら
の
要
請
に
麿
え
て
、
金
の
工
面
を
行
っ
た
態
度
と
は
大
き
く
異
な
り
、
政
権
と
の
距
離
を
は
っ
き
り
と
お
こ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
ロ
ン
ド
ン
の
新
聞
に
報
じ
ら
れ
た
私
の
解
雇
は

一
概
に
誤
報
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
は
財
政
長
官
賀
徳
震
が
、
私

(
日
山
)

が
彼
の
債
務
計
蓋
を
こ
と
ご
と
く
否
定
し
た
こ
と
か
ら
、
私
の
解
雇
に
断
固
と
し
て
動
い
た
た
め
で
あ
る
」
と
ア
グ
レ
ン
の
封
躍
は
政
権
と
の

ア
グ
レ
ン
は
中
閣
の
政
治
献
況
に
つ
い
て

摩
擦
を
招
き
、
そ
の
立
場
も
危
う
く
し
た
の
で
あ
っ
た
。
関
税
曾
議
が
座
礁
し
つ
つ
あ
?
た
頃
に
、

一
つ
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。



し
か
し
、
軍
事
瞳
制
が
次
第
に
自
ら
を
食
い
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
き
ざ
し
が
現
れ
て
い
る
。
費
え
て
い
る
と
思
う
が
、
私
は
つ
ね
づ
ね
最
後
の

手
段
と
し
て
の
財
政
が
中
園
の
す
べ
て
の
朕
況
を
左
右
す
る
、
そ
し
て
財
政
は
究
極
的
に
軍
事
韓
制
が
乗
り
上
げ
る
岩
礁
で
あ
る
と
主
張

し
て
き
た
。
今
日
の
中
園
に
お
い
て

E
大
で
永
績
的
な
軍
陵
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
ア
ヘ
ン
税
を
除
い
て
、

軍
隊
を
維
持
で
き
る
確
寅
な
資
金
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

新
し
い
税
金
が
作
り
出
さ
れ
る
ま

で
、
支
配
を
長
く
持
績
で
き
る
見
込
み
は
全
く
な
い
。
給
輿
は
支
排
わ
れ
や
す
。
手
形
は
清
算
さ
れ
ず
。
そ
し
て
も
は
や
借
金
す
る
こ
と
も

い
わ
ゆ
る
中
央
政
府
は
破
産
し
て
い
る
。

ま
ま
な
ら
ず
牧
入
の
道
も
な
い
た
め
に
、
非
常
に
短
期
間
の
聞
に
ど
ん
な
政
府
|
|
こ
の
政
府
あ
る
い
は
他
に
こ
の
地
位
に
い
る
政
府

ー
ー
も
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
地
方
勢
力
は
課
税
や
徴
税
の
力
を
持
ち
、
加
え
て
中
央
政
府
に
来
る
べ
き
も
の
を
全
て
私
物
化
す
る
と
い

う
事
賓
の
た
め
に
事
態
は
緩
慢
だ
っ
た
が
、
地
方
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
朕
況
で
あ
る
。
し
か
し
地
方
に
お
い
て
で
さ
え
、
劣
悪
な
統
治
と
軍

事
需
要
が
非
常
に
目
立
ち
、
そ
れ
が
並
行
し
て
寅
施
さ
れ
た
た
め
、
財
政
は
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
混
迷
扶
況
に
陥
っ
て
い
る
。
も
し
も
何

(

閉

山

)

も
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
軍
事
瞳
制
は
自
ら
を
食
い
つ
ぶ
し
、
た
だ
そ
れ
を
維
持
す
る
も
の
が
無
い
と
い
う
理
由
で
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。

冷
静
な
分
析
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
中
園
金
融
を
支
え
て
い
る
と
言
う
自
負
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
中
央
政
府
が
「
架
空
の
政
府
」
に
も
う
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一
段
と
近
づ
き
、
中
園
政
府
の
官
吏
と
し
て
の
ア
グ
レ
ン
の
立
場
も
怪
し
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

ア
グ
レ
ン
が
封
醸
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
立
場
を
悪
化
さ
せ
た
の
が
、
園
民
黛
政
府
に
よ
る
一

O
月
か
ら
の
附
加
税
徴
牧
開
始
問
題

で
あ
っ
た
。
ア
グ
レ
ン
と
し
て
は
、
い
ま
だ
正
式
な
承
認
を
受
け
て
い
な
い
附
加
税
徴
牧
に
は
反
劃
で
あ
り
、
園
際
的
な
承
認
を
す
す
め
て
、

〈

間

山

)

海
闘
が
正
式
に
機
能
で
き
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
は
園
際
的
承
認
が
な
く
て
も
海
闘
が
、
園
民
黛
政
府
に
宥
和

(

印

)

的
態
度
を
と
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
園
民
黛
政
府
の
二
・
五
%
附
加
税
承
認
方
針
は
、
日
本
な
ど
と
の
組

(ω
〉

睡
も
来
し
て
い
た
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
海
闘
の
園
際
的
立
場
に
配
慮
す
る
ア
グ
レ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
要
望
を
痘
否
す
る
に
い
た
る
。

新
た
な
要
素
と
し
て
の
園
民
黛
政
府
の
伸
長
を
前
に
し
て
、
各
園
が
各
々
の
思
惑
で
動
き
出
し
た
こ
と
は
、
海
闘
の
園
際
的
立
場
を
主
張
す
る

こ
と
を
困
難
に
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
今
や
ア
グ
レ
ン
の
設
定
し
た
海
開
運
営
の
枠
組
み
は
形
骸
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ア
グ
レ

361 
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ン
の
努
力
は
諸
勢
力
聞
に
海
闘
運
営
に
つ
い
て
今
一
度
合
意
形
成
を
行
な
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
し
か
し
一
九
二
七
年
初
頭
に
北
京
政
府
の

附
加
税
徴
牧
に
劃
し
て
、
附
加
税
が
い
ま
だ
正
式
に
承
認
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
抗
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
綿
税
務
司
を
辞
す
る

に
い
た
る
。
中
央
集
権
的
性
格
を
維
持
し
つ
づ
け
た
海
闘
は
、
圏
内
政
治
の
針
立
激
化
の
中
で
轄
換
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

ア
グ
レ
ン
の
海
開
運
営
の
手
法
は
、
出
き
得
る
限
り
多
く
の
利
害
関
係
者
を
関
税
に
つ
な
ぎ
と
め
、
そ
の
利
害
関
係
者
の
勢
力
均
衡
の
上
に

自
身
の
地
位
と
海
閲
組
織
の
安
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
中
園
へ
の
干
渉
を
避
け
る
べ
く
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
が
策
定
し
た
新
政
策
に

反
劃
す
る
関
税
舎
議
代
表
圏
の
見
解
が
あ
る
。

い
や
し
く
も
中
央
政
府
が
維
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
確
固
と
し
た
国
税
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス

政
府
は
、
法
の
下
に
あ
る
園
家
に
き
っ
ち
り
と
入
っ
て
ゆ
く
税
金
を
地
方
が
獲
得
す
る
こ
と
を
勤
め
る
こ
と
で
、
分
裂
過
程
を
促
進
し
よ

う
と
す
る
の
か
?
:
:
:
そ
れ
以
上
に
、
も
し
中
央
政
府
に
関
し
て
は
闘
税
が
消
え
て
し
ま
司
た
ら
、
盤
や
鍛
道
税
も
ま
ず
残
り
は
し
な
い

-172ー

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
中
園
金
融
の
中
央
集
権
的
な
全
構
造
は
、
非
常
に
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
利
害
に
境
滅
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
な
が
ら
溶

(

町

山

)

解
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は
金
融
利
害
を
求
め
る
立
場
か
ら
は
、
確
貫
な
税
牧
を
押
さ
え
て
い
る
海
闘
が
圏
家
そ
の
も
の
で
あ
っ
た

ア
グ
レ
ン
の
海
開
組
織
維
持
の
管
震
は
、
結
果
と
し
て
「
架
空
の
政
府
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
北
京
政
府
に
貫
墜
を
興
え

る
こ
と
に
輿
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
グ
レ
ン
の
海
開
運
営
の
意
義
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
北
京
特
別
関
税
舎
議

を
ア
グ
レ
ン
か
ら
見
れ
ば
、
地
域
聞
の
封
抗
軸
に
海
開
を
安
定
さ
せ
る
機
舎
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
萱
金
鹿
止
」
を
掲
げ
て
園
際
的
利
害

を
も
取
り
込
む
野
心
的
な
構
想
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
ア
グ
レ
ン
の
手
法
を
持
績
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
利
盆
に
輿
か
る
者
を
可
能

な
限
り
増
や
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
海
闘
を
諸
利
害
の
交
錯
黙
と
し
て
表
舞
蓋
に
、
議
論
の
焦
黙
へ
と
押
し
出
す
も
の



で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ア
グ
レ
ン
の
志
向
し
た
統
一
的
運
営
は
、
南
京
園
民
黛
政
府
の
統
合
を
得
て
む
し
ろ
縫
承
さ
れ
て
ゆ
く
。

ま
た
北
京
特
別
関
税
禽
議
は
地
域
の
割
援
朕
況
を
背
景
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
特
異
な
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
冒
頭
で
紹
介

し
た
よ
う
に
ラ
イ
ト
は
曾
議
で
議
論
さ
れ
た
論
貼
に
そ
っ
て
、
特
別
関
税
曾
議
の
意
義
を
評
債
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
非
公
式
な
が
ら

も
差
等
関
税
率
の
合
一
意
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
関
税
自
主
回
復
ま
で
の
展
望
が
聞
か
れ
た
こ
と
へ
の
評
債
で
も
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
曾
議

は
、
地
域
割
擾
朕
況
の
績
く
中
園
に
射
し
て
、
各
園
が
技
術
的
劃
躍
を
越
え
て
ど
の
よ
う
な
方
針
で
臨
む
か
再
検
討
を
す
す
め
る
鯛
媒
の
役
割

も
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
に
と
っ
て
合
意
を
重
ね
る
こ
と
で
「
架
空
」
の
領
域
を
横
大
す
る
か
の
よ
う
な
舎
議
の
成
果
よ
り

も
、
現
質
の
中
園
と
ど
う
向
き
合
う
か
が
重
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
外
務
省
の
選
揮
は
、
「
架
空
の
領
域
」
で
あ
る
中
圏
内
政
と
の
距
離
を
置

く
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
中
園
に
射
す
る
同
じ
よ
う
な
現
朕
認
識
に
立
ち
な
が
ら
も
、

ま
さ
に
そ
の
渦
中
に
あ
る
ア
グ
レ
ン

の
海
開
運
営
と

相
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ア
グ
レ
ン
の
運
営
を
支
持
す
る
曾
議
代
表
圏
で
は
あ
っ
た
が
、
曾
議
の
行
方
と
と
も
に
園
際
的
協
調
の
た

め
念
な
政
策
縛
換
に
反
射
す
る
と
い
う
名
分
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
。
関
税
曾
議
を
海
開
主
導
の
も
と
に
利
害
調
整
を
園
る
機
舎
と
す
る
ア
グ
レ

ン
の
期
待
に
劃
し
て
、
曾
議
は
海
開
運
営
の
前
提
を
動
揺
さ
せ
る
結
果
を
残
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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。
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〈
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ロ
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あ
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。
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whether or not to cut the queue became ａ major topic of controversy
m

the late Qing period｡

　　

This articleanalyzes the social and politicalsignificanceof the cutting

of the queue. It has often been remarked that cutting the queue was ａ

symbolic act of the anti-Qing revolution.　This type of explanation,

however, is oversimple and misleading｡

　　

Many people in thisperiod argued that China could not make progress

as long as Chinese men were forced to wear the queue; it was inconvenient

for action、bad for health, and was constantly ridiculed by foreigners.　As

ａ result,they concluded that the Qing emperor should issue an order

enforcing the cutting of the queue｡

　　

In the course of this controversy, ａ new type of ideal male image was

suggested; in a new era, by removing his queue ａman had to make himself

represent an image of physical activity in contrast with the traditional

image of ａ man of letters. It was suggested that in a new era, the most

important virtue was ａ martial spirit｡

　　

The queue was condemned not only because it was regarded by the

Han Chinese as ａ barbarian hairstyle,but also because it was considered

to be backward and not in keeping with the spiritof progress. This view

can be regarded as parallelto that of some of the polemicists of the time

who attacked the Qing dynasty because it represented ａ Manchu dynasty

which had carried non-progressive notions to China. In this period, the

Sinocentric world view was becoming identified with the concept of

progress.

THE PEKING SPECIAL TARIFF CONFERENCE

　　

AND THE CHINA MARITIME CUSTOMS

KOSE Hajime

　　

The China Maritime Customs maintained ａ peculiar position within

the Chinese political realm.　At the same time that it functioned as ａ

vehicle for Chinese tａχcollection it also guaranteed foreign loans. Within
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the situation of competing various powers, the China Maritime Customs

became ａpower independent from the Chinese government. The Maritime

Customs maintained ａ neutral position by functioning as an intermediary

in Chinese politics. In the period when. Aglen was Inspector General ０ｆ

Customs, it began to participatein Chinese politics.　The Maritime

Customs had two anchors to secure it: the security it provided for foreign

loan obligationsand the securityit provided for Chinese investments. But

as internal politicalopposition intensified,Aglen thought it wise to conso-

lidate another base of power.　Aglen demanded the support of district

authoritiesfor Customs administration. In other words, he intended the

Maritime Customs to become in part ａ central government organ and in

part an organ of the provincial government.　He aimed to realize this

intention by participatingin districttax collection. The Peking Special

Tariff Conference was to be the forum in which Aglen's intention was to

be realized.　However, the Special　Tariff Conference did not proceed

according to plan, and Aglen's designs were not realized.

KHORASlN IN THE ＭＩＤ･EIGHTEENTHCENTURY：

THE DORRANiS AND THE afshArs AFTER THE

　　　　　

ASSASSINATION OF NlDER SHAH

　　　　　　　　　　　　

KOMAKI Shohei

　　

Major politicalchanges occurred immediately following the assassina-

tion of Nader Shah Afshar in 1747. Ａ struggle for succession took place

among the Afshars in Khorasan, and in the end, Shahrokh became ruler.

However, two coups occurred in 1749 and 1750, and once Shahrokh losthis

power.

　　

Local powers in Khorasan played important roles during these

disturbances.

　　

When threatened by enemies from outside Khorasan they

united, however, when not facing such ａ threat they repeatedly struggled

for power among themselves. Ahmad Shah Dorrani made two ｅχpeditions

under such circumstances, and in conquering Mashhad he forced Shahrokh

to submit to him. Following this,he acknowledged Shahrokh's right to
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